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く
り
返
し
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
や
使
い
方

が
、
自
然
と
身
に
つ
く
は
ず
で
す
。

　ま
た
、
下
段
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
を
構
成
す
る
漢
字
の
意

味
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
漢
字
を
含
む
他
の
使

用
例
も
掲
載
し
た
、
学
習
が
広
が
る
豊
富
な
解
説
を
付
し
て
あ
り
ま

す
。
書
い
て
あ
る
こ
と
を
全
部
、
覚
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
気

に
な
る
と
こ
ろ
を
適
宜
、
拾
い
読
み
す
る
だ
け
で
も
、
漢
字
や
語
彙

に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
で
し
ょ
う
。

　漢
字
編
の
第
１・
２
章
は
、
漢
字
の
意
味
が
理
解
し
や
す
い
、
漢
和

辞
典
形
式
の
構
成
と
し
ま
し
た
。
問
題
を
漢
字
ご
と
に
ま
と
め
、
本

来
の
意
味（
原
義
）か
ら
後
に
な
っ
て
生
じ
た
意
味（
派
生
義
）へ
と

流
れ
を
た
ど
る
こ
と
で
、
総
合
的
な
理
解
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
配

慮
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
第
３
章
で
は
、
同
訓
異
字
や
形
の
似
て

い
る
漢
字
、
読
み
間
違
え
や
す
い
漢
字
な
ど
、
間
違
え
や
す
い
漢
字

を
集
中
し
て
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　語
彙
編
で
は
、ま
ず
第
４
章
で
、抽
象
的
な
意
味
を
持
つ
熟
語
や
、

熟
語
の
比
喩
的
な
用
法
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た

意
味
の
把
握
が
難
し
い
語
彙
は
、
複
数
の
問
題
で
攻
略
す
る
の
が
有
効

で
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数
の
問
題
文
を
示
し
、
そ
れ
ら
に

接
す
る
こ
と
で
よ
り
実
践
的
な
意
味
の
理
解
が
可
能
に
な
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
ま
た
、
第
５
章
に
は
、
合
わ
せ
て
覚
え
る
と
よ
り
効
果

的
な
同
音
異
義
語
と
対
義
語
を
ま
と
め
て
収
録
し
、
効
率
的
に
学
習
が

で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
あ
り
ま
す
。

　最
後
の
第
６
章
で
は
、
語
彙
力
ア
ッ
プ
に
は
欠
か
せ
な
い
、
慣
用

表
現
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
慣
用
句
や
故
事
成
語
・
四

字
熟
語
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
国
語
辞
典
や
こ
と
わ
ざ
辞
典
な
ど
の

項
目
に
は
あ
ま
り
立
て
ら
れ
な
い
も
の
の
中
に
も
、
知
っ
て
お
き
た

い
表
現
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
も
含
め
て
慣
用
的
な
表
現

を
幅
広
く
カ
バ
ー
し
ま
し
た
。

　豊
か
な
語
彙
力
は
、
社
会
で
生
き
て
い
く
の
に
必
要
な
力
で
す
。

こ
の
本
が
み
な
さ
ん
の
漢
字
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
豊
か
な
語
彙

力
を
育
て
る
一
助
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　み
な
さ
ん
は
、
高
校
生
に
な
っ
て
習
う
よ
う
に
な
っ
た
国
語
の
文

章
が
、
こ
れ
ま
で
習
っ
て
き
た
も
の
に
比
べ
て
難
し
く
な
っ
た
と
感

じ
て
い
ま
せ
ん
か
？
　大
学
入
試
の
問
題
文
に
な
る
と
、
難
度
は
さ

ら
に
上
が
り
ま
す
。
そ
の
一
因
は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば

（
語
彙
）の
難
し
さ
に
あ
り
ま
す
。

　難
し
い
こ
と
ば
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
外
来
語
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
多
く
は
漢
字
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
熟
語
で
す
。
そ
れ
ら
の
意

味
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
一
つ
の
漢
字
の
意
味
を
き

ち
ん
と
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　ま
た
、
漢
字
に
は
、
一
つ
の
文
字
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
ば
に
用
い

ら
れ
る
と
い
う
特
徴
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
駆
」
は
、「
駆か

け

る
」「
駆か

り
立た

て
る
」
と
い
っ
た
訓
読
み
で
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、「
先せ
ん

駆く

」「
駆く

逐ち
く

」「
駆く

除じ
ょ

」「
駆く

使し

」
な
ど
の
音
読
み
熟
語
で
も
使
わ
れ

ま
す
。「
駆
」
一
字
の
意
味
を
き
ち
ん
と
把
握
す
る
こ
と
は
、
多
く

の
こ
と
ば
の
意
味
を
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

　つ
ま
り
、
難
し
い
こ
と
ば
を
理
解
し
、
そ
れ
を
自
分
で
も
適
切
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
漢
字
の
学
習
が
と

て
も
効
率
的
な
の
で
す
。
こ
の
本
は
、
高
校
ま
で
に
学
習
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
常
用
漢
字
を
理
解
す
る
こ
と
を
根
本
に

置
き
つ
つ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
語
彙
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
、

画
期
的
な
漢
字
ド
リ
ル
で
す
。

　こ
の
本
は
、
漢
字
編
・
語
彙
編
の
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

漢
字
編
で
は
、
大
学
入
試
問
題
を
分
析
す
る
な
ど
し
て
精
選
し
た
最

重
要
漢
字
を
取
り
上
げ
、
語
彙
編
で
は
、
意
味
や
用
法
に
注
意
す
べ

き
熟
語
や
慣
用
的
な
表
現
な
ど
を
幅
広
く
収
録
し
て
い
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
際
に
そ
の
こ

と
ば
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
が
十
分
に
伝
わ
る
よ
う
な
、
わ
か
り
や
す

く
て
い
ね
い
な
問
題
文
と
な
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。
知
ら
な
い

こ
と
ば
に
出
会
っ
た
ら
、
問
題
文
を
ま
る
ご
と
暗
記
す
る
ぐ
ら
い
、

こ
の
本
の
特
色
と
使
い
方


